
E
U

の
加
盟
基
準
と
市
民
社
会

明

田

ゆ

か

り

は
じ
め
に

一

ふ
た
つ
の
市
民
社
会
論
の
発
展
と
交
差

㈠

中
東
欧
に
お
け
る
市
民
社
会
論
の
発
展

㈡

E
U

に
お
け
る
市
民
社
会
論
│
│
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
パ
ー
ト
ナ
ー

二

E
U

加
盟
に
お
け
る
民
主
主
義
基
準
の
発
展
│
│
転
換
点
と
し
て
の
第
五
次
拡
大
│
│

㈠

黙
示
的
基
準
の
時
代

㈡

黙
示
的
か
ら
明
示
的
基
準
へ

三

民
主
主
義
基
準
と
市
民
社
会

㈠

加
盟
交
渉
開
始
前
│
│
本
質
的
民
主
主
義
育
成
の
中
核

㈡

加
盟
交
渉
準
備
期
│
│
形
式
的
民
主
主
義
に
お
け
る
指
標

㈢

加
盟
交
渉
期
│
│
ア
キ
・
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
パ
ー
ト
ナ
ー

㈣

加
盟
交
渉
後
期
│
│
拡
大
後
の

E
U

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
正
統
性
へ
の
視
点

終
わ
り
に
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欧
州
連
合
は
自
由
、
民
主
主
義
、
人
権
お
よ
び
基
本
的
自
由
の
尊
重
、
法
の
支
配
と
い
う
加
盟
国
共
通
の
原
則
を
基
礎
と
す
る
。（
旧
欧
州

連
合
条
約
第
六
条
一
項
）

第
六
条
一
項
に
定
め
ら
れ
た
原
則
を
尊
重
す
る
い
か
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
家
も
、
連
合
の
加
盟
国
と
な
る
た
め
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。
当
該
国
家
は
申
請
を
理
事
会
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
理
事
会
は
欧
州
委
員
会
と
の
協
議
と
、
構
成
メ
ン
バ
ー
の
絶
対
多

数
決
に
よ
る
欧
州
議
会
の
同
意
を
経
た
の
ち
、
全
会
一
致
で
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

加
盟
の
諸
条
件
と
、
加
盟
に
伴
う
連
合
が
拠
っ
て
立
つ
諸
条
約
へ
の
適
応
は
、
加
盟
国
と
加
盟
候
補
国
の
間
の
協
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。

こ
の
協
定
は
そ
れ
ぞ
れ
の
憲
法
上
の
要
請
に
基
づ
き
、
す
べ
て
の
締
約
国
の
批
准
に
付
託
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
旧
欧
州
連
合
条
約

第
四
九
条
）

E
U加
盟
に
向
け
て
の
前
進
に
は
、
政
治
的
意
思
と
市
民
の
支
持
の
両
方
が
必
要
で
あ
る
。
市
民
社
会
組
織
は
、
そ
の
達
成
を
促
進
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

（Olii
R
e
h
n
第
一
次
バ
ロ
ー
ゾ
欧
州
委
員
会
・
拡
大
担
当
委
員
）

は
じ
め
に

一
九
八
九
年
の
東
欧
革
命
と
冷
戦
終
結
を
契
機
と
し
て
実
現
さ
れ
た
二
〇
〇
四
、
〇
六
年
の
中
東
欧
諸
国
十
カ
国
の

E
U

加
盟

（
第
五
次
拡
大
）
は
、

E
U

に
お
け
る
歴
史
的
・
政
治
的
・
道
徳
的
大
事
業
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
先
例
の
な
い
数
々
の
挑
戦
を

E
U

に
突
き
つ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
か
で
も

E
U

の
根
本
に
関
わ
る
重
要
な
挑
戦
が
、

E
U

加
盟
に
あ
た
っ
て
の
民
主
主
義
基
準
の

問
題
で
あ
る
。

民
主
主
義
国
家
か
ら
な
る

E
U

は
一
九
五
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
出
発
点
以
来
、
加
盟
国
間
で
共
有
さ
れ
て
き
た
重
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要
な
原
則
で
あ
っ
た
が
、
明
示
的
な
条
約
上
の
規
定
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
冷
戦
終
結
後
の
旧
共
産
圏
諸
国
の
大
量
加
盟
の
見
通
し

は
、
民
主
主
義
条
件
の
条
約
上
の
明
文
化
と
、

民
主
主
義
条
件
に
合
格
し
た
国
家
か
ら
な
る

E
U

へ
の
変
質
を
否
応
な
く
も
た

ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、

E
U

加
盟
国
の
資
格
と
な
る
民
主
主
義
と
は
何
か
と
い
う
根
源
的
な
問
題
を
、
改
め
て

E
U

自
身
に
問
い
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の

E
U

加
盟
国
の
資
格
と
な
る
民
主
主
義
の
姿
の
模
索
に
お
い
て
、

市
民
社
会

が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
東
欧
諸
国
と
の
加
盟
交
渉
に
お
い
て
民
主
主
義
基
準
が
作
成
さ
れ
、
適
用
さ
れ
て
き
た

一
九
九
〇
年
代
は
ま
た
、

E
U

内
部
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
民
主
的
正
統
性
の
問
題
が
深
刻
化
し
、
正
統
性
回
復
に
お
け
る
市
民

社
会
の
役
割
が
注
目
さ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。

E
U

内
部
に
お
け
る
市
民
社
会
概
念
の
発
展
と
、
第
五
次
拡
大
の
交
渉
過
程
に

お
け
る
民
主
主
義
基
準
の
形
成
は
、
ど
の
よ
う
に
相
互
に
関
係
し
て
い
た
の
か
。
本
稿
の
第
一
の
問
題
意
識
は
、
こ
の
よ
う
な
市
民

社
会
概
念
を
め
ぐ
る

E
U

の
内
的
発
展
と
対
外
的
政
策
の
相
互
作
用
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

E
U

に
お
け
る
市
民
社
会
概
念
の
発
見
は
、
一
九
八
九
年
の
東
欧
市
民
革
命
の
成
功
に
触
発
さ
れ
た
世
界
的
な
市
民
社

会
論
の
隆
盛
の
文
脈
で
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
中
東
欧
諸
国
と
の
加
盟
交
渉
に
お
い
て
は
、
触
発
さ
れ
た
側
が
触
発

し
た
側
に
市
民
社
会
の
基
準
を
適
用
す
る
と
い
う
逆
転
の
構
図
が
存
在
し
た
。
こ
の
構
図
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
成
り
立
っ
た
の
か
。

換
言
す
る
な
ら
、

東
欧
発

と

E
U

発

の

二
つ
の
市
民
社
会
論

の
位
相
の
転
換
が
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
っ
た
の
か
。

そ
れ
を
、
第
五
次
拡
大
の
加
盟
交
渉
プ
ロ
セ
ス
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
検
討
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
第
二
の
問
題
意
識
で
あ

る
。な

お
第
五
次
拡
大
と
加
盟
基
準
に
つ
い
て
は
、
中
東
欧
の
研
究
者
を
中
心
に
、
す
で
に
数
々
の
優
れ
た
業
績
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る

が
、
市
民
社
会
と
の
関
連
で
は
こ
れ
ま
で
比
較
的
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
本
稿
は

E
U

側
の
対
応
、
特
に
加
盟
基
準
の

具
体
化
と
適
用
に
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
欧
州
委
員
会
の
認
識
の
変
化
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
こ
の
テ
ー
マ
に
ア
プ
ロ
ー
チ
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し
て
い
く
。
第
一
節
で
は
、
中
東
欧
発
、

E
U

発
の

市
民
社
会
論

を
簡
潔
に
説
明
す
る
。
第
二
節
で
は

E
U

加
盟
に
お
け
る
民

主
主
義
基
準
の
変
遷
を
、
第
五
次
拡
大
を
転
換
点
と
し
て
論
じ
る
。
第
三
節
で
は
、
第
五
次
拡
大
の
加
盟
基
準
に
お
け
る
欧
州
委
員

会
の
市
民
社
会
の
理
解
と
位
置
づ
け
の
変
化
を
、
四
つ
の
時
期
に
区
切
っ
て
考
察
し
、
現
在
の
西
バ
ル
カ
ン
・
ト
ル
コ
の
加
盟
プ
ロ

セ
ス
に
も
触
れ
な
が
ら
、
最
後
に
ま
と
め
を
行
い
た
い
。

一

ふ
た
つ
の
市
民
社
会
論
の
発
展
と
交
差

㈠

中
東
欧
に
お
け
る
市
民
社
会
論
の
発
展

中
東
欧
で
新
し
い
市
民
社
会
論
が
展
開
さ
れ
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
で
あ
る
。
そ
の
出
発
点
は
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
反
体
制
運
動
で
あ
っ
た
。
一
九
七
六
年
、
後
に

連
帯

に
つ
な
が
る
運
動
の
核
と
し
て
設
立
さ
れ
た
自
主
団
体
が
、

自
分
た
ち
の
運
動
の
意
味
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
際
に
、
明
確
に

市
民
社
会

と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
で
あ
る
（
川
原

二
〇
〇
五
、

一
一
九
頁
）。
ミ
フ
ニ
ク
、
ハ
ベ
ル
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
と
い
っ
た
中
東
欧
の
反
体
制
運
動
の
指
導
者
た
ち
は
、
自
発
的
活
動
領
域
と
し

て
の
市
民
社
会
が
つ
く
り
あ
げ
る
も
う
ひ
と
つ
の
政
治
空
間
に
よ
っ
て
、
支
配
的
な
政
治
権
力
に
対
抗
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を

強
調
し
て
き
た
。
市
民
社
会
と
い
う
言
葉
は
、
個
人
の
自
由
を
保
障
し
、
国
家
の
権
力
の
乱
用
を
監
視
す
る
自
律
的
な
公
共
圏
を
維

持
す
る
自
発
的
集
団
あ
る
い
は
組
織
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
民
主
主
義
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
市
民
社
会
の
重
要

性
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
中
東
欧
に
お
け
る
実
践
を
通
じ
て
、
ま
た
東
側
の
反
体
制
運
動
と
西
側
の
平
和
運
動
と
の
共
鳴
を
通
じ
て
、

西
側
の
民
主
主
義
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
一
九
八
九
年
の
東
欧
革
命
に
よ
っ
て
市
民
社
会
運
動
が
実
際
に
共
産
主
義

体
制
を
倒
す
こ
と
に
成
功
す
る
と
、
そ
の
影
響
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
は
じ
め
世
界
中
に

市
民
社
会
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

と
呼
ば
れ
る
現

象
を
引
き
起
こ
す
ま
で
に
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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だ
が
東
欧
市
民
革
命
の
成
功
は
、
中
東
欧
発
の
市
民
社
会
論
に
と
っ
て
大
き
な
転
換
点
で
も
あ
っ
た
。
反
体
制
運
動
を
指
導
し
て

い
た
知
識
人
た
ち
は
、
一
方
で
体
制
転
換
後
の
新
た
な
政
治
エ
リ
ー
ト
層
に
吸
収
さ
れ
、
次
第
に
一
般
市
民
と
の
結
び
つ
き
を
失
っ

て
い
く
（K

ald
or

a
n
d
V
ejv

o
d
a19

97:
7
6

）。
そ
し
て
、
他
方
で
は

反
体
制

と
い
う
共
通
の
目
的
が
消
滅
し
た
こ
と
に
よ
り
、

将
来
の
方
向
性
を
め
ぐ
っ
て
急
速
に
分
裂
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
川
原

二
〇
〇
五
、
一
二
二
│
一
二
三
頁
）。
こ
う
し
て
彼
ら
は
、

中
東
欧
の
新
体
制
に
お
い
て
市
民
社
会
の
強
固
な
基
礎
を
築
く
機
会
を
逸
し
て
し
ま
う
。

だ
が
、
反
体
制
運
動
や
反
体
制
知
識
人
の
み
が
、
中
東
欧
に
お
け
る
市
民
社
会
の
発
展
の
源
で
は
な
か
っ
た
。
反
体
制
運
動
と
は

別
の
次
元
で
、
共
産
党
独
裁
権
力
に
よ
っ
て
市
民
の
日
常
生
活
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
問
題
が
長
年
に
わ
た
っ
て
隠
匿
あ
る
い
は

無
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
環
境
、
文
化
、
平
和
と
い
っ
た
問
題
領
域
に
お
い
て
、
特
に
若
い
世
代
の
活
動
家
に
よ
る
自
発
的
組
織

の
発
展
を
促
し
て
き
た
（IS

A
C
O
N
S
L
U
T1
9
9
7:

2
5

）。
一
九
八
九
年
の
市
民
革
命
ま
で
に
、
中
東
欧
諸
国
に
は
豊
か
な
市
民
社
会

組
織
が
存
在
し
て
い
た
。
中
欧
諸
国
で
は
多
く
の
小
規
模
な
ク
ラ
ブ
や
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
育
っ
て
い
た
。
ス
ロ
バ
ニ
ア
は

N

G
O

の
国

と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
チ
ェ
コ
で
は
自
立
し
た
平
和
と
緑
の
グ
ル
ー
プ
が
登
場
し
た
。
バ
ル
ト
三
国
で
は
戦

前
の
多
く
の
組
織
が
復
活
し
て
い
た
（K

ald
or

a
n
d
V
ejv

o
d
a1
9
9
7:

7
6

）。
だ
が
東
欧
革
命
成
功
後
、
体
制
移
行
と
い
う
困
難
な
作

業
に
お
け
る
国
家
の
役
割
と
力
が
復
権
す
る
一
方
で
、
民
主
主
義
へ
の
幻
滅
、
革
命
の
熱
狂
の
後
の
疲
労
、
伝
統
的
政
治
的
無
関
心

の
復
活
、
市
場
経
済
に
お
け
る
熾
烈
な
生
存
競
争
な
ど
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
市
民
社
会
組
織
の
多
く
が
衰
退
の
方
向
に
向
か
っ
て
い

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
は
じ
め
、
数
々
の
国
際
機
関
、
西
側
の
民
間
団
体
・
財
団
が
、
中

東
欧
の

N
G
O

に
対
す
る
支
援
を
行
っ
た
の
は
、
改
革
と
民
主
化
の
流
れ
を
逆
行
さ
せ
な
い
た
め
の
防
波
堤
と
し
て
、
ま
た
倫
理
性

に
支
え
ら
れ
た
民
主
主
義
の
教
育
の
場
と
し
て
市
民
社
会
が
果
す
役
割
を
重
視
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
末
に
か
け
て
の
中
東
欧
発
の
市
民
社
会
論
は
、
国
家
の
民
主
化
を
促
進
す
る
市
民

社
会
の
役
割
と
そ
の
実
際
の
力
を
西
側
世
界
に
強
く
認
識
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
中
東
欧
諸
国
の
体
制
移
行
の
初
期
の
現
場
に
お
い
て
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は
、
中
東
欧
と
西
側
の
市
民
社
会
論
は
確
か
に
交
差
し
、
共
鳴
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

㈡

E
U

に
お
け
る
市
民
社
会
論
│
│
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
パ
ー
ト
ナ
ー

一
方
の

E
U

で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
が
開
始
さ
れ
た
時
期
に
は
す
で
に
多
く
の
市
民
社
会
組
織
・

N
G
O

が
発
達
し
、
豊
か
な

多
元
的
社
会
を
形
成
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
経
済
的
・
社
会
的
ア
ク
タ
ー
の
声
を

E
U

の
政
策
形
成
に
反
映
さ
せ
る
諮

問
機
関
と
し
て
、
経
済
社
会
評
議
会
（

E
E
S
C）
が
一
九
五
七
年
の
ロ
ー
マ
条
約
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
共
同

体
の
政
策
形
成
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
利
益
集
団
に
よ
る
ロ
ビ
イ
ン
グ
や
、
利
害
関
係
者
や
専
門
家
と
の
協
議
も
初
期
の
段
階
か
ら
発

展
し
て
き
て
い
た
。
一
九
八
〇
年
代
半
ば
か
ら
、

E
U

が
国
境
の
な
い
単
一
市
場
完
成
の
た
め
の
膨
大
な
数
の
立
法
に
着
手
す
る
と
、

欧
州
委
員
会
は
そ
の
立
法
提
案
策
定
に
お
い
て
、
専
門
家
や
利
害
関
係
者
と
の
協
議
を
日
常
的
に
活
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
政

策
の
履
行
に
お
い
て
も
、
加
盟
国
や
地
方
政
府
と
並
ん
で
、
民
間
組
織
の
役
割
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

E
U

に
お
い
て
は
、

こ
の
よ
う
に
超
国
家
レ
ベ
ル
、
国
家
レ
ベ
ル
、
下
位
国
家
レ
ベ
ル
の
政
府
お
よ
び
非
政
府
ア
ク
タ
ー
が
問
題
領
域
ご
と
に
選
別
さ
れ
、

そ
れ
ら
の
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
政
策
形
成
と
履
行
が
行
わ
れ
る

マ
ル
チ
レ
ベ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

が
発
展
し
て
き
た
。
こ
の
ガ
バ
ナ

ン
ス
の
目
的
は
、
政
策
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
高
め
る
こ
と
に
あ
り
、
事
実
一
定
の
成
果
を
あ
げ
て
き
た
こ
と
に

よ
り
、

E
U

は
長
期
に
わ
た
っ
て
市
民
の
支
持
を
獲
得
し
て
き
た
。
シ
ャ
ル
プ
の
い
う
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
正
統
性
が
確
保
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
（Sc

h
arpf1

9
99;

S
ala20

0
7

）。
そ
し
て

E
U

の
様
々
な
市
民
社
会
組
織
は
、

E
U

市
民
社
会
と
い
う
概
念
や
思
想
が
不

在
の
ま
ま
、
実
践
の
な
か
で
こ
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
正
統
性
を
支
え
る

E
U

諸
機
関
の
重
要
な
パ
ー
ト
ナ
ー
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
大
き
な
特
徴
は
、
効
率
性
と
い
う
名
の
も
と
に
、
議
会
が
周
辺
化
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
た
と
え
ば

コ

ミ
ト
ロ
ジ
ー

や

開
放
的
政
策
調
整
‥

O
M
C

と
い
う

E
U

独
特
の
手
法
で
は
、
加
盟
国
政
府
・
欧
州
委
員
会
・
専
門
家
が
中
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心
的
ア
ク
タ
ー
と
し
て
政
策
形
成
と
履
行
を
行
い
、
欧
州
議
会
と
国
内
議
会
の
関
与
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
、
そ
れ
以
外
の

E
U

の
政
策
形
成
に
お
け
る
協
議
も
非
公
式
で
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

誰
が
誰
に
影
響
を
与
え
て
い
る

の
か

が
見
え
な
い
構
造
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
。
一
九
九
〇
年
代
に

E
U

の
管
轄
領
域
が
さ
ら
に
拡
大
を
続
け
、
市
民
の
日
常
生

活
に
密
接
に
関
わ
る
問
題
を
扱
う
ま
で
に
な
る
と
、
こ
う
し
た

E
U

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
欠
如
が
問
題
と
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
経
済
共
同
体
か
ら
政
治
共
同
体
へ
と
大
き
く
舵
を
切
っ
た
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
批
准
で
は
、

デ
ン
マ
ー
ク
の
市
民
が
国
民
投
票
で
否
決
す
る
と
い
う

デ
ン
マ
ー
ク
・
シ
ョ
ッ
ク

が
起
こ
り
、
エ
リ
ー
ト
主
導
で
進
め
ら
れ
て

き
た

E
U

統
合
に
対
す
る

E
U

市
民
の
不
満
と
不
安
が
明
確
な
形
で
示
さ
れ
た
。
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
依
拠
し
て
き
た

E
U

ガ
バ
ナ
ン

ス
の
正
統
性
が
、
イ
ン
プ
ッ
ト
の
側
か
ら
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
一
年
に
欧
州
委
員
会
が
発
表
し
た

ガ
バ

ナ
ン
ス
白
書

は
、
こ
の
正
統
性
の
揺
ら
ぎ
に
対
す
る
解
決
策
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
は
、

E
U

政
策

形
成
プ
ロ
セ
ス
へ
の

市
民
社
会

の
参
加
が
強
調
さ
れ
、

E
U

に
お
け
る

協
議
と
対
話
の
文
化
を
よ
り
強
固
に
す
る
こ
と

が
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
改
善
の
た
め
の
重
要
な
提
案
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
白
書
の
発
表
の
後
、
欧
州
委
員
会
は

市
民
社
会
対
話

の
制
度
化
に
乗
り
出
し
、

市
民
社
会

と
い
う
言
葉
が
イ
ン
プ
ッ
ト
正
統
性
や
熟
議
民
主
主
義
と
い
う
概
念
と

結
び
つ
け
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

市
民
社
会
デ
ィ
ス
コ
ー
ス

が
登
場
す
る
（
明
田

二
〇
〇
九
、
六
頁
）。

こ
の
よ
う
に
、

E
U

発
の
市
民
社
会
論
は
、
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
、
国
家
の
領
域
内
に
お
け
る
支
配
権
力
と
有

権
者
の
一
致
を
前
提
と
し
た
伝
統
的
統
治
と
は
異
な
る
統
治
の
形
態
、
す
な
わ
ち
領
域
性
の
揺
ら
ぎ
と
と
も
に
両
者
の
関
係
が
流
動

的
で
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
も
の
と
な
っ
た
統
治
モ
ー
ド
に
お
け
る
、
ま
っ
た
く
新
し
い
民
主
主
義
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
過
程
で
登
場
し

て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
下
か
ら
の
市
民
社
会
運
動
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

E
U

統
合
に
対
す
る
市
民
の
意
義

申
し
立
て
に
権
力
の
側
が
応
え
る
形
で
展
開
さ
れ
て
き
た
。

E
U

市
民
社
会
の
発
展
が
、
統
治
す
る
側
か
ら
積
極
的
に
追
求
さ
れ
て

い
る
と
い
う
点
で
も
、
中
東
欧
発
の
市
民
社
会
論
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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二

E
U加
盟
に
お
け
る
民
主
主
義
基
準
の
発
展
│
│
転
換
点
と
し
て
の
第
五
次
拡
大
│
│

㈠

黙
示
的
基
準
の
時
代

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
出
発
点
で
あ
る
一
九
五
一
年
の
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
（

E
C
S
C）
設
立
条
約
（
パ
リ
条
約
）
の
な
か
に

も
、
ま
た

E
U

の
前
身
で
あ
る
一
九
五
七
年
の
欧
州
経
済
共
同
体
（

E
E
C）
設
立
諸
条
約
（
ロ
ー
マ
条
約
）
の
な
か
に
も
、
加
盟

の
た
め
の
民
主
主
義
条
件
に
つ
い
て
の
規
約
は
存
在
し
な
い
。
加
盟
条
件
と
し
て
は
唯
一
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
家
（E

u
ro

p
e
a
n
S‑

tates

）

で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た
（
パ
リ
条
約
第
九
六
条
、
ロ
ー
マ
条
約
第
二
三
七
条
）。
原
加
盟
国
六
カ
国
の
う
ち
の
二
カ

国
、
す
な
わ
ち
西
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
が
旧
フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
で
あ
り
、
他
の
四
カ
国
も
ナ
チ
ス
に
よ
る
占
領
を
経
験
し
て
い
る
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
民
主
主
義
に
対
す
る
沈
黙
は
あ
る
意
味
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
（Prid

h
a
m20

0
5:

2
9

）。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
は
第
一
義
的
に
経
済
統
合
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
第
二
次
世

界
大
戦
の
生
々
し
い
記
憶
と
緊
迫
化
す
る
冷
戦
構
造
の
な
か
で
、
安
全
保
障
と
平
和
の
構
築
が
民
主
主
義
よ
り
優
先
さ
れ
た
課
題
で

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
経
済
統
合
の
推
進
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
経
済
的
繁
栄
が
、
強

固
な
民
主
主
義
の
基
礎
を
創
り
出
す
と
い
う

機
能
主
義
的

な
民
主
主
義
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
あ
げ
ら
れ

よ
う
。
だ
が
、
民
主
主
義
条
件
の
重
要
性
は
す
ぐ
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

一
九
六
二
年
一
月
、
欧
州
議
会
が

E
E
C

の
加
盟
に
必
要
な
政
治
的
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
採
択
し
、

そ
の
な
か
で

領
域
内
に
お
い
て
真
に
民
主
的
慣
行
と
、
基
本
的
権
利
の
尊
重
を
保
障
し
た
国
家
の
み
が
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
と
な

る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
（E

u
ro

p
ea

n
P
arlia

m
e
nt1

9
6
2

）。
続
い
て
、
条
約
上
の
加
盟
条
件
で
あ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
家

の
解
釈
に
お
い
て
、
そ
れ
は
地
理
的
概
念
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
的
・
歴
史
的
・
政
治
的
概
念
で
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あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
加
盟
国
と
欧
州
委
員
会
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
九
七
八
年
、
欧
州
理
事
会
は

民
主
主
義
に
関

す
る
宣
言

を
採
択
し
、
民
主
主
義
と
人
権
の
保
障
が
共
同
体
の
加
盟
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
（E

u
ro

p
e‑

a
n
C
o
u
n
cil19

7
8

）。
同
じ
時
期
に
欧
州
委
員
会
も
、

E
E
C

条
約
第
二
三
七
条
の
解
釈
に
つ
い
て
、
（
1
）
国
家
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

位
置
す
る
こ
と
、
（
2
）
そ
の
憲
法
が
一
方
で
多
元
的
民
主
主
義
の
存
在
と
継
続
を
、
他
方
で
人
権
の
効
果
的
な
保
護
を
保
障
し
て

い
る
こ
と
、
が
加
盟
条
件
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
（K

oc
h
e
n
o
v2
0
08:

3
2;

E
u
ro

p
ea

n
C
o
u
rt

of
J
u
stice

1
9
78

）。

こ
の
よ
う
に
、
民
主
主
義
が
加
盟
の
条
件
で
あ
る
こ
と
が
、
条
約
上
の
規
定
が
な
く
と
も

E
U

に
共
有
さ
れ
た
原
則
で
あ
る
こ
と

は
疑
う
余
地
が
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
（
一
九
八
一
年
加
盟
）、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
（
と
も
に
一
九
八
六
年
加
盟
）
と
い
う
南
欧
の
権

威
主
義
体
制
国
家
の
加
盟
も
、
民
主
化
の
後
に
初
め
て
実
現
し
た
。
そ
の
際
の
民
主
主
義
の
最
低
基
準
と
し
て
は
、
自
由
選
挙
、
憲

法
、
政
党
政
治
、
安
定
し
た
政
府
と
い
う
形
式
的
な
も
の
が
用
い
ら
れ
た
が
、
加
盟
交
渉
中
に
定
期
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
対
象
と

な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
第
四
次
拡
大
ま
で
の
加
盟
交
渉
の
特
徴
は
、
以
下
の
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

（
1
）

黙
示
的
な
民
主
主
義
基
準
の
存
在
。

（
2
）

閣
僚
理
事
会
と
加
盟
国
の
政
治
的
判
断
が
中
心
的
役
割
を
果
た
し
、
欧
州
委
員
会
は
限
定
的
・
周
辺
的
ア
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
。

（
3
）

E
U

と
し
て
の
統
一
的
で
明
確
な
加
盟
手
続
き
は
存
在
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
拡
大
ご
と
に
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
形
で
各
加
盟
交
渉

が
行
わ
れ
て
い
た
。

（
4
）

市
民
社
会
に
対
す
る
認
識
の
不
在
。

㈡

黙
示
的
か
ら
明
示
的
基
準
へ

だ
が
、
一
九
八
九
年
の
東
欧
革
命
の
後
、
中
東
欧
諸
国
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
回
帰

の
熱
望
が
、

E
U

加
盟
と
い
う
具
体
的
要
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望
へ
と
発
展
し
て
く
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
非
公
式
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
。
加
盟
手
続
き
の
明

確
な
制
度
化
の
必
要
性
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、
こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
大
量
の
加
盟
国
を
迎

え
入
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
最
大
で
も
三
カ
国
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
過
去
の
拡
大
と
異
な
り
、
今
回
の
拡
大
は
確

実
に
そ
れ
以
上
、
最
大
で
は
八
カ
国
以
上
に
も
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
た
。
第
二
に
、
中
東
欧
の
加
盟
候
補
国
す

べ
て
が
旧
共
産
主
義
国
家
で
あ
り
、
大
規
模
な
民
主
化
移
行
の
過
程
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、

E
U

に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
未
経

験
の
事
態
で
あ
っ
た
。
第
三
に
、
一
九
八
五
年
の
単
一
欧
州
議
定
書
の
発
効
と
一
九
九
二
年
の
域
内
市
場
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
完
成
、

一
九
九
三
年
の
三
柱
構
造
の

E
U

の
誕
生
に
よ
り
、

E
U

の
政
策
範
囲
が
飛
躍
的
に
拡
大
し
、
新
規
加
盟
国
が
受
け
入
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

E
U

の
権
利
と
義
務
の
総
体
（aq

ui
co

m
m
u
n
a
utaire

‥
ア
キ
・
コ
ミ
ュ
ノ
テ
ー
ル
‥
以
下
ア
キ
）
も
膨
大
な
も
の
に
な
っ

て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
東
方
拡
大
を
公
式
に
決
定
し
た
一
九
九
三
年
の
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
欧
州
理
事
会
で
は
、
初
の
明
確
な
加

盟
基
準
と
し
て

コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
基
準

が
採
択
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
九
七
年
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
に
お
い
て
、
本
稿
の
冒

頭
に
引
用
し
た
条
項
が
盛
り
込
ま
れ
、
民
主
主
義
条
件
は

E
U

の
歴
史
上
初
め
て
明
示
的
な
条
約
上
の
規
定
と
な
っ
た
。

コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
基
準
は
、
候
補
国
が
民
主
主
義
、
法
の
支
配
、
人
権
、
少
数
民
族
の
尊
重
・
保
護
の
た
め
の
安
定
的
な
制
度
を

確
立
し
て
い
る
と
い
う

政
治
条
件

、
候
補
国
に
お
い
て
正
常
な
市
場
経
済
が
機
能
し
て
お
り
、
さ
ら
に

E
U

内
の
競
争
圧
力
と

市
場
の
力
に
対
応
す
る
能
力
が
あ
る
と
い
う

経
済
基
準

、
候
補
国
が

ア
キ

を
受
容
す
る
と
い
う

E
U

加
盟
国
の
義
務
を

履
行
す
る
能
力
を
有
す
る
と
い
う
基
準

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
基
準
は
抽
象
的
な
原
則
を
述

べ
た
も
の
で
あ
り
、
政
治
基
準
に
お
け
る
民
主
主
義
や
法
の
支
配
の
定
義
も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
基
準

の
具
体
的
解
釈
お
よ
び
加
盟
交
渉
に
お
け
る
そ
の
実
際
の
適
用
と
審
査
は
、
理
事
会
に
よ
っ
て
欧
州
委
員
会
に
全
面
的
に
委
任
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
前
段
階
と
の
比
較
で
新
た
な
拡
大
プ
ロ
セ
ス
の
特
徴
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
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（
1
）

明
示
的
な
民
主
主
義
基
準
の
存
在
。

（
2
）

中
心
的
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
欧
州
委
員
会
に
よ
る
官
僚
主
義
的
漸
進
主
義
（
法
の
支
配
）。

（
3
）

制
度
化
さ
れ
、
加
盟
申
請
国
に
一
律
に
適
用
さ
れ
る
加
盟
手
続
き
。

（
4
）

市
民
社
会
へ
の
関
心
の
発
展
。

次
節
で
は
、
第
五
次
拡
大
交
渉
に
お
い
て
欧
州
委
員
会
が
投
影
し
た
民
主
主
義
の
解
釈
と
、
そ
こ
に
お
け
る
市
民
社
会
の
位
置
づ

け
の
特
徴
と
そ
の
変
化
を
、
時
系
列
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

三

民
主
主
義
基
準
と
市
民
社
会

㈠

加
盟
交
渉
開
始
前
│
│
本
質
的
民
主
主
義
育
成
の
中
核

一
九
八
九
年
の
冷
戦
の
終
結
の
直
後
か
ら
、

E
U

は
対
中
東
欧
援
助
政
策
を
開
始
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が

P
H
A
R
E

（Pola
n
d
H
u
n
g
ar
y
A
id

for
th

e
R
eco

n
str

u
ctio

n
of

th
e
E
co

n
o
m
y

）
で
あ
る
。

P
H
A
R
E

は
そ
の
名
の
と
お
り
、
当
初
ポ
ー

ラ
ン
ド
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
市
場
経
済
へ
の
移
行
を
支
援
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
、
後
に
す
べ
て
の
中
東
欧
加
盟
候
補
国
に
対
し
て
行

わ
れ
る
加
盟
準
備
の
た
め
の
援
助
へ
と
変
化
す
る
。
欧
州
委
員
会
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
き
た
経
済
改
革
中
心
の
こ
の
支
援
政
策
に

対
し
て
、
独
立
し
た
民
主
化
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
必
要
性
と
重
要
性
を
指
摘
し
た
の
は
、
欧
州
議
会
で
あ
っ
た
。
一
九
九
二
年
に
欧

州
議
会
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た

P
H
A
R
E

民
主
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム

は
、
そ
の
目
的
の
中
核
に
多
元
的
社
会

の
促
進
に
貢
献
す
る

N
G
O

と
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
強
化
を
置
い
て
い
た
と
い
う
点
で
、
異
彩
を
放
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的

に
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
資
金
で
以
下
の
三
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
施
さ
れ
て
き
た
。

E U の加盟基準と市民社会

185



■

マ
ク
ロ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
=
中
東
欧
諸
国
の

N
G
O

と

E
U

に
拠
点
を
置
く

N
G
O

と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
対
象
と
し
、

欧
州
委
員
会
に
よ
っ
て
年
二
回
の
公
募
で
決
定
さ
れ
る
。

■

ミ
ク
ロ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
=
中
東
欧
諸
国
の
ロ
ー
カ
ル

N
G
O

を
対
象
と
し
、
現
地
の
欧
州
委
員
会
代
表
部
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
る
。

■

ア
ド
ホ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
=
欧
州
委
員
会
が
緊
急
な
必
要
性
に
対
応
す
る
目
的
で
決
定
。

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
最
大
の
特
徴
は
、
中
東
欧
諸
国
の
政
府
を
通
さ
ず
に
、

N
G
O

が
直
接
欧
州
委
員
会
の
公
募
に
応
募
す
る
形

で
資
金
援
助
が
実
行
さ
れ
、
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
、
民
主
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は

N
G
O

が
重
視
さ
れ
た
の
か
。

そ
れ
は
、
政
府
が
抵
抗
す
る
改
革
に
ロ
ビ
イ
ン
グ
を
通
じ
て
圧
力
を
か
け
、
改
革
を
推
し
進
め
る
役
割
が

N
G
O

に
期
待
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た

N
G
O

が
民
主
主
義
に
不
可
欠
な
政
治
文
化
の
育
成
に
果
た
す
役
割
、
民
主
主
義
の
進
捗
状
況
を
批
判
的
に

監
視
す
る
役
割
も
重
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、

下
か
ら
の
民
主
化

、

実
質
的
民
主
主
義

（
実
質
的
民
主
主
義
、
形
式
的
民
主

主
義
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
述
べ
る
）
の
育
成
に
対
す
る
支
援
と
い
う
視
点
と
と
も
に
、
第
一
節
で
も
指
摘
し
た
、
一
九
七
〇

年
代
、
八
〇
年
代
を
通
じ
て
中
東
欧
諸
国
に
す
で
に
育
っ
て
き
て
い
た
市
民
社
会
に
対
す
る
評
価
と
期
待
が
存
在
し
て
い
た
。

欧
州
委
員
会
が
外
部
に
委
託
し
た
民
主
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
評
価
報
告
書
で
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
最
大
の
成
果
が
中
東
欧
諸
国
の

N
G
O

の
数
を
増
加
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
た
（IS

A
C
O
N
S
L
U
T19

9
7

）。

だ
が
、
こ
の
民
主
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
過
大
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
予
算
規
模
は

P
H
A
R
E

全
体
の
わ
ず
か
一
％
、

五
年
間
で
四
二
五
六
万

E
C
U

に
過
ぎ
ず
、
欧
州
委
員
会
の
関
心
は
圧
倒
的
に
共
同
市
場
に
適
応
す
る
中
東
欧
諸
国
の
経
済
制
度
の

構
築
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
中
東
欧
諸
国
の

E
U

加
盟
が
前
提
と
な
る
と
、
こ
の
プ
ラ
グ
ラ
ム
の
重
要
性
と
欧
州
議
会
の

役
割
は
い
っ
そ
う
低
下
し
、

E
U

加
盟
に
伴
う
膨
大
な
義
務
の
履
行
の
た
め
の
援
助
へ
と
変
質
し
、
そ
の
内
容
も
市
民
社
会
の
育
成

法学研究 84 巻 1 号（2011 : 1）

186



か
ら
行
政
改
革
支
援
が
中
心
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

㈡

加
盟
交
渉
準
備
期
│
│
形
式
的
民
主
主
義
に
お
け
る
指
標

一
九
九
三
年
に
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
基
準
が
採
択
さ
れ
、
続
い
て
中
東
欧
諸
国
十
カ
国
の
加
盟
申
請
が
出
揃
う
と
、
欧
州
委
員
会
は

こ
の
抽
象
的
な
原
則
か
ら
具
体
的
な
評
価
基
準
を
作
成
し
、
評
価
の
方
法
論
を
確
立
す
る
こ
と
で
、
実
際
に
加
盟
交
渉
を
開
始
す
る

申
請
国
を
決
定
す
る
任
務
に
着
手
し
た
。

欧
州
委
員
会
は
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
基
準
の
三
つ
の
基
準
の
な
か
に
優
先
順
位
を
設
定
し
、
政
治
的
基
準
を
加
盟
候
補
国
決
定
の

最
初
の
関
門
と
位
置
づ
け
た
。
つ
ま
り
政
治
的
基
準
を
満
た
し
た
申
請
国
の
み
が
、
加
盟
交
渉
を
開
始
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
欧
州
委
員
会
は
加
盟
申
請
国
の
評
価
を
行
う
に
あ
た
り
、
サ
セ
ッ
ク
ス
大
学
の
マ
リ
ー
・
カ
ル
ド
ア
を
中
心
と
し
た

研
究
者
グ
ル
ー
プ
に
、
申
請
十
カ
国
の
民
主
主
義
の
評
価
を
依
頼
し
た
。
そ
の
報
告
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
カ
ル
ド
ア
が
採
用
し
た

評
価
の
方
法
論
は

形
式
的
（
手
続
き
的
）
民
主
主
義

と

実
質
的
民
主
主
義

の
区
別
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
の
作
成
で
あ
っ
た
（K

ald
or

a
n
d
Iv
a
n
v
ejv

o
d
a1
99
7,

1
99
9;

羽
場

二
〇
〇
三
、
二
〇
〇
四
）。
カ
ル
ド
ア
ら
に
よ
れ
ば
、

形
式
的
民
主
主
義
と
は
、
民
主
主
義
の
ル
ー
ル
、
手
続
き
、
制
度
に
関
す
る
も
の
で
、
実
質
的
民
主
主
義
と
は
、
市
民
が
社
会
に
影

響
を
与
え
る
重
要
な
決
定
に
つ
い
て
の
議
論
に
参
加
し
、
影
響
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
最
大
限
に
保
障
す
る
権
力
関
係
の
あ
り
方
で

あ
る
と
い
う
。
彼
ら
は
ま
た
、
形
式
的
民
主
主
義
の
諸
制
度
が
実
質
的
民
主
主
義
の
不
可
欠
な
条
件
で
あ
り
、
形
式
的
民
主
主
義
に

基
づ
い
て
、
民
主
主
義
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
や
加
盟
基
準
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
（IS

A

1
9
97

:
1
7

）。

欧
州
委
員
会
は
、
こ
の
方
法
論
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
制
度
面
を
重
視
し
た
独
自
の
政
治
基
準
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
作
成
し

（
表
1
参
照
）、
加
盟
申
請
国
の
評
価
を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
九
九
七
年
七
月
に
欧
州
委
員
会
が
理
事
会
に
提
出
し
た

ア
ジ
ェ
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ン
ダ
二
〇
〇
〇

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
加
盟
候
補
国
の
加
盟
交
渉

開
始
に
つ
い
て
の

オ
ピ
ニ
オ
ン

が
付
託
さ
れ
て
い
た
。
欧
州

委
員
会
は
オ
ピ
ニ
オ
ン
の
目
次
の
政
治
基
準
項
目
に
沿
っ
た
評
価

結
果
か
ら
、
チ
ェ
コ
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン

ド
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
の
東
欧
五
カ
国
お
よ
び
キ
プ
ロ
ス
の
加
盟
交
渉

開
始
を
勧
告
し
た
の
で
あ
る
。
一
九
九
七
年
一
二
月
の
ル
ク
セ
ン

ブ
ル
ク
欧
州
理
事
会
は
、
こ
の
欧
州
委
員
会
の
勧
告
に
基
づ
き
六

カ
国
（
第
一
グ
ル
ー
プ
‥
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
・
グ
ル
ー
プ
）
の
交
渉

開
始
を
決
定
し
た
。

だ
が
、
加
盟
候
補
国
第
一
グ
ル
ー
プ
を
選
別
し
た
こ
の
オ
ピ
ニ

オ
ン
の
評
価
に
対
し
て
は
、
加
盟
申
請
国
の
横
断
的
比
較
を
可
能

に
す
る
よ
う
な
客
観
的
で
確
立
さ
れ
た
方
法
論
が
欠
如
し
て
い
る

と
い
う
批
判
が
、
第
一
グ
ル
ー
プ
に
選
ば
れ
な
か
っ
た
加
盟
申
請

国
を
中
心
に
噴
出
し
た
。
加
盟
申
請
国
の
差
別
化
に
十
分
な
説
得

力
を
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
、
欧
州
理
事
会
は
二
年
後
の
一
九
九
九

年
一
二
月
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
欧
州
理
事
会
に
お
い
て
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、

ラ
ト
ビ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ス
ロ
バ
キ
ア
の
中
東

欧
五
カ
国
と
マ
ル
タ
（
第
二
グ
ル
ー
プ
‥
ヘ
ル
シ
ン
キ
・
グ
ル
ー

プ
）
と
の
交
渉
開
始
を
決
定
す
る
（K

oc
h
e
n
o
v20

0
8:

7

）。
加
盟

表1 アジェンダ2000 のオピニオンの目次

A. イントロダクション

a) 序文

b) E Uと各加盟申請国との関係

B. 加盟基準

1. 政治基準

1.1. 民主主義と法の支配
● 議会と立法権限:構造
● 議会の機能
● 行政府:構造
● 行政府の機能
● 司法:構造
● 司法の機能

1.2. 人権と少数民族の保護
● 市民権と政治的権利
● 経済・社会・文化的権利
● 少数民族の権利と保護

1.3. 一般的評価

2. 経済基準

2.1 経済状況

2.2 各国の経済

2.3 一般的評価

3. 加盟国としての義務を履行する能力

3.1 国境なき域内市場

3.2 技術革新

3.3 経済財政分野

3.4 部門別政策

3.5 経済的社会的一体化

3.6 生活の質と環境

3.7 司法内務分野

3.8 対外政策

3.9 財政的問題

4. アキを適用するための行政能力

4.1 行政的構造

4.2 行政および司法の能力

4.3 一般的評価

C. 要約と結論
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交
渉
開
始
後
は
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
基
準
は
、
欧
州
委
員
会
が
年
一
回
提
出
す
る
加
盟
候
補
国
ご
と
の
定
例
報
告
に
よ
っ
て
継
続
的

に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
の
政
治
基
準
の
な
か
で
、
市
民
社
会
に
関
す
る
言
及
が
登
場
す
る
。
だ
が
そ
れ
は
民
主
主
義
と
法
の
支
配
の
項

目
で
は
な
く
、
市
民
権
と
政
治
的
権
利
の
項
目
の
な
か
の

結
社
の
自
由

の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
、

市
民
社
会

と
い
う
言
葉

も
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
お
け
る
評
価
は
、
第
一
に

N
G
O

の

絶
対
数

、
第
二
に
政
府
に
よ
る

N
G
O

支
援
措
置
の

存
在
の
有
無
（
税
制
上
の
優
遇
措
置
）
に
基
づ
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
加
盟
申
請
国
に
は
お
お
む
ね

N
G
O

の
数
は
十
分
に
存
在
す

る
も
の
の
、
国
に
よ
っ
て
は
財
政
的
支
援
の
制
度
が
整
っ
て
い
な
い
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の

市
民
社
会
の
評
価
は
形
式
的
・
表
面
的
で
あ
り
、
ま
た
言
及
も
わ
ず
か
で
あ
る
。
前
段
階
に
存
在
し
て
い
た
、
市
民
社
会
が
実
質
的

民
主
主
義
の
確
立
に
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
こ
こ
で
は
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
欧
州
委
員
会
が
形
式
的
民
主
主

義
基
準
を
採
用
し
、
民
主
主
義
を
加
盟
候
補
国
決
定
の
た
め
の
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
の
役
割
に
限
定
し
た
こ
と
で
、
市
民
社
会
も
制
度

面
の

指
標

の
ひ
と
つ
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

㈢

加
盟
交
渉
期
│
│
ア
キ
・
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
パ
ー
ト
ナ
ー

加
盟
交
渉
が
実
際
に
開
始
さ
れ
る
と
、
交
渉
の
中
心
は
膨
大
な

ア
キ

の
受
容
と
履
行
の
た
め
の
加
盟
候
補
国
の
国
内
法
改
正

と
制
度
改
革
と
い
う

ア
キ
・
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ

に
移
る
（Prid

h
a
m20

0
5:

1
10;

R
id
d
er,

et
al.2

00
8:

2
50

1

）。
交
渉

に
お
い
て
、
ア
キ
は
三
一
章
に
お
よ
ぶ
技
術
的
・
司
法
的
項
目
に
体
現
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
沿
っ
て
定
例
報
告
の
構
成
も
再
構

築
さ
れ
て
い
た
（
表
2
）。
こ
の
時
期
、
欧
州
委
員
会
の
関
心
は
明
ら
か
に
民
主
主
義
か
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
と
変
化
し
て
い
た
。
ま

た
加
盟
候
補
国
に
お
い
て
も
、
優
先
順
位
が
民
主
化
か
ら
行
政
と
官
僚
主
義
の
問
題
に
移
っ
て
い
っ
た
。
一
旦
加
盟
交
渉
が
開
始
さ

れ
る
と
、
政
治
的
基
準
は
加
盟
の
展
望
に
あ
ま
り
関
係
し
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
達
成
し
た
は
ず
の
政
治
条
件
は
依
然
と
し
て
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表2 加盟交渉開始後の定例報告の目次

A. イントロダクション

a) 序文

b) E Uと各加盟申請国との関係

B. 加盟基準

1. 政治基準
● 最近の進展状況

1.1. 民主主義と法の支配
● 議会
● 行政府
● 司法
● 汚職防止措置

1.2. 人権と少数民族の保護
● 市民権と政治的権利
● 経済・社会・文化的権利
● 少数民族の権利と保護

1.3. 一般的評価

2. 経済基準

2.1. 経済状況

2.2. 各国の経済

2.3. コペンハーゲン基準に照らした評価

3. 加盟国としての義務を履行する能力

3.1. アキの章

第1章:モノの自由移動

第2章:ひとの自由移動

第3章:サービス提供の自由

第4章:資本の自由移動

第5章:会社法

第6章:競争法

第7章:農業

第8章:漁業

第9章:運輸政策

第10章:税制

第11章:経済通貨同盟

第12章:統計

第13章:社会政策と雇用

第14章:エネルギー

第15章:産業政策

第16章:中小企業

第17章:科学・研究

第18章:教育・訓練

第19章:通信・情報技術

第20章:文化・視聴覚政策

第21章:地域政策と構造手段の調整

第22章:環境

第23章:消費者・健康保護

第24章:司法・内務協力

第25章:関税同盟

第26章:対外関係

第27章:共通外交・安全保障政策

第28章:金融政策

第29章:財政・予算条項

3.2. アキの母国公用語への翻訳

3.3 一般的評価

C. 結論

D. アキの適用のための

加盟パートナーシップと国家計画:

グローバルな評価
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欧
州
委
員
会
の
定
例
報
告
の
な
か
に
盛
り
込
ま
れ
、
さ
ら
な
る
改
善
が
要
求
さ
れ
て
い
た
が
、
一
方
で
そ
れ
は
加
盟
の
最
終
決
定
に

は
直
接
関
係
し
な
い
と
い
う
奇
妙
な
状
況
が
生
ま
れ
て
い
た
。

こ
の
ア
キ
・
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
段
階
で
は
、
中
東
欧
諸
国
の
民
主
主
義
に
対
す
る
予
期
せ
ぬ
影
響
が
登
場
す
る
こ
と
に

な
る
。
八
万
ペ
ー
ジ
に
も
及
ぶ
ア
キ
を
受
容
す
る
と
い
う
作
業
を
短
期
間
で
終
わ
ら
せ
る
必
要
か
ら
、
す
べ
て
の
交
渉
プ
ロ
セ
ス
は

加
盟
国
議
会
の
関
与
を
排
除
し
て
、
行
政
府
に
よ
っ
て
取
り
仕
切
ら
れ
た
。
行
政
部
に
対
す
る
立
法
部
の
権
限
は
弱
め
ら
れ
、
ま
た
、

交
渉
プ
ロ
セ
ス
が
エ
リ
ー
ト
主
導
で
進
め
ら
れ
た
結
果
、
国
家
と
市
民
の
間
の
距
離
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
ア
キ
受
容
の
た
め

の
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
と
と
も
に
、
当
時

E
U

自
身
が
直
面
し
て
い
た
、

E
U

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
議
会
の
周
縁
化
、
エ
リ
ー
ト
と

市
民
の
間
の
距
離
と
い
っ
た
問
題
が
、
こ
の
時
期
中
東
欧
諸
国
に
そ
の
ま
ま
輸
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

E
U

加

盟
交
渉
が
中
東
欧
諸
国
の
民
主
化
に
対
す
る
負
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

（G
ra
b
b
e2
0
0
1;

K
or

k
ut2

0
0
2;

R
id
d
er

et
al.2

0
0
8:

2
51;

中
田

二
〇
〇
三
）。

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
要
素
は
、
流
動
的
な
官
民
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
前
述
の

P
H

A
R
E

民
主
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
評
価
で
は
、
中
東
欧
諸
国
に
お
い
て
は
、
政
府
と
市
民
社
会
組
織
の
間
に
根
強
い
相
互
不
信
と
敵

対
心
が
存
在
し
、
官
民
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
育
成
す
る
に
は
時
間
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

ア
キ
・
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
焦
点
が
移
っ
た
こ
の
時
期
は
、
こ
の
観
点
か
ら
の

N
G
O

に
関
す
る
言
及
が
定
例
報
告
書
の

な
か
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。

汚
職
防
止
措
置

に
果
た
す

N
G
O

の
監
視
機
能
、
ア
キ
の
章
の
な
か
の

環
境

、

消
費
者

保
護

に
お
け
る
市
民
社
会
組
織
の
創
設
と
連
携
の
重
要
性
、

社
会
政
策

に
お
け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
社
会
団
体
へ
の
言

及
等
で
あ
る
。
特
に
顕
著
な
変
化
は
、
市
民
社
会
が

行
政
府

の
項
目
で
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

政
策
立
案
に
お
い
て
利
害
関
係
者
と
の

協
議

が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
か
否
か
が
特
に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
二
〇

〇
一
年
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
定
例
報
告
で
は
、
行
政
府
の
政
策
立
案
と
政
策
形
成
の
能
力
に
関
し
て
、

社
会
的
経
済
的
パ
ー
ト
ナ
ー
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と
の
協
議
は
さ
ら
に
改
善
の
余
地
が
あ
る

（E
u
ro

p
e
a
n
C
o
m
m
issio

n2
00
1:

16

）
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
二
〇
〇
二
年
の
定
例

報
告
で
は
、

市
民
社
会
と
社
会
的
・
経
済
的
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
協
議
が
改
善
し
つ
つ
あ
り
、
ま
た
履
行
を
容
易
に
す
る
質
の
高
い

法
案
の
準
備
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
協
議
が
有
益
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
昨
年
の
定
例
報
告
以
来
、
例
え

ば
汚
職
防
止
の
行
動
計
画
や
、
司
法
改
革
戦
略
の
発
展
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
の
優
れ
た
市
民
社
会
と
の
協
力
の
事
例
が
見
ら
れ

た

（E
u
ro

p
ea

n
C
o
m
m
issio

n2
00
2:

2
2

）
と
い
う
評
価
が
行
わ
れ
、
欧
州
委
員
会
の
強
い
圧
力
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た
汚
職
防

止
の
項
目
で
も
、

行
政
府
は
、
国
家
汚
職
防
止
戦
略
と
行
動
計
画
の
準
備
に
お
い
て
一
連
の

N
G
O

お
よ
び

N
G
O

支
援
者
と
の

協
議
に
着
手
し
た
。
こ
れ
ら
の
組
織
は
履
行
に
お
い
て
も
参
加
が
予
定
さ
れ
て
い
る

（

:
2
6

）
と
言
及
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
二
〇
〇
三
年
の
ル
ー
マ
ニ
ア
の
定
例
報
告
で
は
、
行
政
府
の
項
目
に
お
い
て
、
法
案
を
公
開
す
る
義
務
、
一
定
条
件
の
も
と

に
政
策
形
成
過
程
に
市
民
や

N
G
O

を
参
加
さ
せ
る
義
務
、
政
策
形
成
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
に
つ
い
て
の
年
次
報
告
書
を
提
出
す
る

義
務
に
つ
い
て
の
条
項
を
備
え
た
あ
ら
た
な
立
法
を
歓
迎
す
る
一
方
で
、
同
じ
く
行
政
府
の
項
目
の
な
か
で
、

政
策
形
成
と
法
案

の
準
備
に
お
け
る
外
部
利
害
関
係
者
と
の
協
議
は
依
然
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
。
一
定
の
法
案
に
関
し
て
は
、

N
G
O

と
市
民
社
会

が
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
は
一
般
的
で
は
な
く
、
イ
ン
プ
ッ
ト
を
提
供
す
る
時
間
は
通
常

短
い
た
め
、
協
議
手
続
き
の
有
効
性
と
い
う
点
で
は
限
界
が
あ
る

と
批
判
し
て
い
る
（E

u
ro

p
ea

n
C
o
m
m
issio

n20
03:

16‐
1
7

）。

こ
の
よ
う
に
、
加
盟
交
渉
期
全
体
を
通
じ
て
、
ア
キ
の
受
容
と
履
行
の
効
率
性
を
高
め
る
と
い
う
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
観
点
に
立
っ

た
市
民
社
会
の
役
割
の
重
視
が
、
欧
州
委
員
会
に
よ
っ
て
中
東
欧
諸
国
に
投
影
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
第
五
次
拡
大
後
の

E
U

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
正
統
性
を
損
な
わ
な
い
た
め
に
も
、
欧
州
委
員
会
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。
民

主
化
よ
り
も
ア
キ
の
受
容
に
優
先
順
位
が
置
か
れ
た
こ
の
時
期
が
、
中
東
欧
発
の
市
民
社
会
論
が

E
U

発
の
市
民
社
会
論
に
と
っ
て

変
わ
ら
れ
る
転
換
点
で
あ
っ
た
。
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㈣

加
盟
交
渉
後
期
│
│
拡
大
後
の

E
U

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
正
統
性
へ
の
視
点

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
正
統
性
に
比
重
を
置
い
た
市
民
社
会
ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題
点
は
、
交
渉
開
始
後
に
欧
州
委
員
会
に
よ
っ
て
認
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
背
景
は
、
第
一
に
拡
大
の

未
来
の
影

が
延
び
、
加
盟
協
定
の
批
准
と
拡
大
後
の

E
U

の
一
体
性
と
い

う
次
の
課
題
が
見
え
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
す
で
に
述
べ
た

E
U

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
正
統
性
に
関
す
る

E
U

内
部
の
発
展
で

あ
っ
た
。

拡
大
が
最
終
的
に
実
現
す
る
に
は
、

E
U

加
盟
国
と
候
補
国
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
加
盟
協
定
が
批
准
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

言
い
換
え
れ
ば
、
市
民
の
承
認
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
エ
リ
ー
ト
主
導
の
加
盟
交
渉
に
対
す
る
市
民
の
理
解
の

不
足
や
誤
解
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
欧
州
委
員
会
は
、
こ
れ
ま
で
の
市
民
社
会
の
扱
い
に
お
い
て
、
加
盟
交
渉
に
対
す

る
市
民
社
会
の
参
加
と
い
う
視
点
が
欠
け
て
い
た
こ
と
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

E
U

内
部
で
も
、

E
U

の
政
策
形
成
プ
ロ
セ

ス
へ
の
市
民
社
会
の
参
加
が
模
索
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
欧
州
委
員
会
は
、
拡
大
に
つ
い
て
の

E
U

お
よ
び
候
補
国
市
民
の
理
解
を
促
進
す
る

目
的
で

拡
大
の
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略

を
発
表
し
た
（E

u
ro

p
e
a
n
C
o
m
m
issio

n2
0
00

）。
こ
の
戦
略
で
は
、

E

U
加
盟
国
に
お
い
て
は
、
①
な
ぜ
拡
大
す
る
の
か
と
い
う
理
由
を
、
拡
大
が
も
た
ら
す
課
題
も
含
め
て
市
民
に
伝
え
る
、
②
拡
大
に

関
連
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
政
策
決
定
者
と
市
民
の
対
話
を
促
進
す
る
、
③
加
盟
候
補
国
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
情
報

を
提
供
す
る
、
と
い
う
目
標
が
設
定
さ
れ
、
ま
た
加
盟
候
補
国
に
お
い
て
は
、
①

E
U

に
つ
い
て
の
市
民
の
知
識
と
理
解
を
改
善
す

る
、
②
各
国
に
加
盟
が
も
た
ら
す
影
響
を
説
明
す
る
、
③
加
盟
準
備
の
進
捗
状
況
と
交
渉
の
進
展
の
関
係
を
説
明
し
、
加
盟
候
補
国

に
よ
っ
て
異
な
る
交
渉
ス
ピ
ー
ド
に
つ
い
て
の
市
民
の
理
解
を
促
進
す
る
、
と
い
う
目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
欧
州
委
員

会
は
客
観
的
で
透
明
な
手
続
き
に
従
っ
て
拡
大
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
責
任
を
負
う
も
の
の
、
そ
の
情
報
を
も
と
に
活
発
な
議

論
を
生
み
出
す
基
本
的
責
任
は
、
加
盟
国
と
加
盟
候
補
国
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
た
ち
（
政
府
閣
僚
、
欧
州
議
会
議
員
、
各
国
議
会
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議
員
、
メ
デ
ィ
ア
、
利
益
団
体
、
教
師
、
市
民
社
会
組
織
（
傍
点
筆
者
））
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
戦
略
を
適
用
す
る

優
先
セ
ク
タ
ー
と
し
て
、

政
治
的
諸
機
関

、

企
業
お
よ
び
産
業
界

と
な
ら
ん
で

市
民
社
会

が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
し
て
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
基
準
に
お
け
る
市
民
社
会
の
基
準
と
は
別
の
次
元
に
お
い
て
、
拡
大
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る

市
民
社
会
の

参
加

と

対
話

が
欧
州
委
員
会
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
十
分
な
成

果
を
あ
げ
た
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
第
五
次
拡
大
後
に
、

拡
大
疲
労
（enlar

g
e
m
e
nt

fatig
u
e

）

と
呼
ば
れ
る
状
況
が
登
場
し
、

E
U

加
盟
国
、
新
規
加
盟
国
、
次
の
加
盟
候
補
国
の
市
民
の
間
の
不
満
が
高
ま
る
と
と
も
に
、
さ
ら
な
る
拡
大
に
対
す
る
懐
疑
論
が

広
が
っ
て
い
っ
た
。
欧
州
委
員
会
は
、
こ
う
し
た
市
民
の
不
満
の
大
部
分
は
自
国
の
社
会
的
・
経
済
的
問
題
か
ら
派
生
し
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
拡
大
と
は
関
係
し
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
う
え
で
、
拡
大
の
利
益
は
も
っ
と
よ
く
説
明
さ
れ
、
市
民
の
心
配
に
は

適
切
に
対
処
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
反
省
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
第
五
次
拡
大
の
教
訓
を
も
と
に
、
現
在
の
加
盟
交
渉
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
市
民
社
会
の
役
割
も
、
イ
ン
プ
ッ
ト
正
統

性
、
熟
議
民
主
主
義
、
拡
大

E
U

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
と
い
う
観
点
か
ら
ま
す
ま
す
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

二
〇
〇
四
年
一
二
月
に
欧
州
理
事
会
は
、
ト
ル
コ
と

E
U

加
盟
国
の
間
の

市
民
社
会
対
話

を
開
始
す
る
と
い
う
欧
州
委
員
会

の
勧
告
を
承
認
し
、
さ
ら
に
、

E
U

と
加
盟
候
補
国
の
市
民
を
互
い
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
り
相
互
理
解
を
促
進
す
る
と
い
う
目

的
か
ら
、
対
話
の
対
象
を
す
べ
て
の
加
盟
候
補
国
に
拡
大
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
二
〇
〇
五
年
六
月
に
は
、
欧
州
委
員
会
が

E

U
と
加
盟
候
補
国
の
間
の
市
民
社
会
対
話

と
題
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
提
出
し
、

今
後
の
い
か
な
る
拡
大
も
、
加
盟
候

補
国
と

E
U

加
盟
国
の
社
会
の
間
の
強
力
で
深
く
持
続
可
能
な
対
話
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る

と
述
べ
た
の
で
あ
る

（E
u
ro

p
e
a
n
C
o
m
m
issio

n2
0
05

）。

E
U

発
の
市
民
社
会
論
は
試
行
錯
誤
と
発
展
を
経
験
し
つ
つ
、
第
五
次
拡
大
後
も
西
バ
ル
カ
ン

諸
国
と
ト
ル
コ
に
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
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終
わ
り
に

こ
れ
ま
で
の
考
察
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
十
年
あ
ま
り
の
短
い
期
間
に
欧
州
委
員
会
の
市
民
社
会
概
念
が
大
き
く
変
化
し
、

そ
れ
が
第
五
次
拡
大
の
加
盟
交
渉
に
投
影
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（
表
3
参
照
）。

中
東
欧
諸
国
に
よ
っ
て
再
発
見
さ
れ
た
民
主
主
義
に
果
た
す
市
民
社
会
の
重
要
性
は
、
東
欧
革
命
直
後
に
最
も
純
粋
な
形
で

E
U

（
欧
州
議
会
）
に
認
識
さ
れ
、
民
主
化
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
じ
て
実
践
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
中
東
欧
諸
国
の
加
盟
が
前
提
と

な
る
と
、
欧
州
議
会
の
役
割
は
後
退
し
、

E
U

加
盟
国
、
候
補
国
政
府
お
よ
び
欧
州
委
員
会
が
拡
大
プ
ロ
セ
ス
の
中
心
的
ア
ク
タ
ー

と
な
る
。
実
質
的
に
は
、
加
盟
交
渉
は
欧
州
委
員
会
に
よ
る
官
僚
主
導
的
過
程
で
あ
っ
た
。
交
渉
開
始
前
の
段
階
で
は
、
民
主
化
基

準
は
加
盟
候
補
国
決
定
の
関
門
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
市
民
社
会
は
形
式
的
基
準
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

N
G
O

の
絶
対
数
と
政
府
の
支

援
策
の
有
無
で
評
価
さ
れ
て
い
た
。
関
門
を
通
過
し
た
と
判
断
さ
れ
た
国
の
み
と
加
盟
交
渉
が
開
始
さ
れ
る
と
い
う
論
理
か
ら
、
交

渉
プ
ロ
セ
ス
で
は
民
主
化
の
問
題
の
優
先
順
位
は
後
退
し
、
代
わ
っ
て
ア
キ
・
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
達
成
と

E
U

ガ
バ
ナ
ン

ス
構
造
の
輸
出
に
重
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
市
民
社
会
の
役
割
も
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
正
統
性
を

確
保
す
る
と
い
う
側
面
が
重
視
さ
れ
て
い
っ
た
。

E
U

発
の
市
民
社
会
論
が
、
中
東
欧
発
の
市
民
社
会
論
に
完
全
に
と
っ
て
代
わ
っ

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
民
主
主
義
的
正
統
性
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
た

E
U

ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
に
、
民
主
主
義
が
十
分
に
完
成
し
て
い

な
い
国
家
が
早
々
と
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
、
民
主
化
の
逆
行
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と

え
ば
、
加
盟
候
補
国
に
お
け
る
議
会
か
ら
行
政
府
へ
の
権
限
の
比
重
の
大
幅
な
シ
フ
ト
、
エ
リ
ー
ト
主
導
の
加
盟
プ
ロ
セ
ス
が
も
た

ら
し
た
、
国
家
と
市
民
の
間
の
深
い
溝
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
、
欧
州
委
員
会
は
再
び

E
U

自
身
の
経
験
を
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応
用
し
た
。
す
な
わ
ち

E
U

発
の
市
民
社
会
論
の
輸

出
で
あ
る
。
交
渉
の
後
半
で
は
、
欧
州
委
員
会
の
選

好
す
る
特
定
の
市
民
社
会
モ
デ
ル
が
中
東
欧
諸
国
に

移
植
さ
れ
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ
の
モ
デ
ル
は
、
官

僚
主
義
的
な
上
か
ら
の
市
民
社
会
の
育
成
、
政
策
形

成
過
程
に
お
け
る

対
話

と
い
う
モ
ー
ド
の
活
用

を
特
徴
と
し
て
い
た
。
現
在
の
加
盟
交
渉
に
お
い
て

も
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
基
準
の
枠
組
と
と
も
に
、
欧

州
委
員
会
、

E
U

市
民
、
加
盟
候
補
国
市
民
の
間
の

制
度
的

市
民
社
会
対
話

が
、
第
五
次
拡
大
の

教
訓

と
し
て
積
極
的
に
推
進
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
欧
州
委
員
会
が
主
導
す
る

市
民

社
会
デ
ィ
ス
コ
ー
ス

と
上
か
ら
の
組
織
化
は
、

E

U
市
民
社
会
の
側
か
ら
の
反
発
と
異
議
申
し
立
て
の

動
き
を
生
み
出
し
て
い
る
。
だ
が
今
の
と
こ
ろ
そ
れ

は
、
組
織
化
さ
れ
た
大
き
な
運
動
と
は
な
っ
て
い
な

い
。
支
配
権
力
に
対
し
て
市
民
の
自
由
な
公
共
圏
を

作
り
出
す
こ
と
で
対
峙
し
て
き
た
と
い
う
中
東
欧
市

表3 欧州委員会における民主主義と市民社会の関係についての認識の変化

時期
市民社会が位置づけ

られる民主主義
手段と評価基準

目的

期待される成果

加盟交渉前

1992～1997

本質的民主主義 ● 民主化支援援助
● N G Oの増加

● 下からの民主化
● N G Oの育成

加盟交渉準備

期

1995～1997

形式的民主主義 ● 結社の自由の保障
● N G Oの絶対数と政

府の優遇措置の有無

● 加盟候補国決定のた

めの最低基準

加盟交渉期間

1998～2003

2000～2005

アウトプット正統性 ● 行政府における利害

関係者との協議の有

無
● 汚職防止・環境・消

費者保護等、加盟基

準達成における政府

のバートナーとして

のN G Oの増加

● アキの受容・履行に

おける効率性と有効

性確保

加盟交渉後期

2000～

インプット正統性

共同体アイデンティ

ティ

熟議ポリアーキー

● 情報開示
● 市民社会の参加と対

話

● 拡大E Uに対する市

民の理解を通じた正

統性の確保
● E Uアイデンティテ

ィの育成

筆者作成
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民
社
会
の
独
自
の
歴
史
と
経
験
が
、

E
U

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
民
主
主
義
的
正
統
性
の
不
足
に
対
し
て
新
た
な
抗
議
運
動
を
起
こ
し
、
リ

ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
可
能
性
は
期
待
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
?
そ
れ
と
も
中
東
欧
の
市
民
社
会
は
、
第
五
次
拡
大
の
加
盟
交
渉

の
プ
ロ
セ
ス
で
西
側
の
市
民
社
会
に
吸
収
さ
れ
、
完
全
に
変
容
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
を
見
出
す
た
め
に
は
、

さ
ら
な
る
時
間
と
観
察
が
必
要
で
あ
る
。
陪
審
員
は
い
ま
だ
協
議
中
な
の
で
あ
る
。

（
1
）

本
稿
は
、
二
〇
〇
九
年
度
日
本
政
治
学
会
分
科
会

E
Uの
東
方
拡
大
と

市
民
社
会

問
題

│
│
東
欧
革
命
二
〇
周
年

（
二

〇
〇
九
年
一
〇
月
一
〇
日
）
に
お
け
る
報
告
お
よ
び
提
出
ペ
ー
パ
ー
を
も
と
に
し
て
い
る
。
分
科
会
の
企
画
者
で
あ
る
川
原
彰
氏
、
コ
メ

ン
テ
ー
タ
ー
の
山
崎
望
氏
（
駒
澤
大
学
）
お
よ
び
分
科
会
の
報
告
者
・
参
加
者
の
方
々
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
2
）

二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
日
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
発
効
に
よ
り
、
欧
州
連
合
条
約
の
当
該
条
項
は
次
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
本
稿
は
第
五
次
拡
大
を
巡
る
民
主
主
義
基
準
と
加
盟
手
続
き
の
明
確
化
を
扱
っ
て
い
る
た
め
、
当
時
の
条
項
を
提
示
し
た
。

第
二
条
（
旧
第
六
条
第
一
項
）
欧
州
連
合
は
人
間
の
尊
厳
、
自
由
、
民
主
主
義
、
平
等
、
法
の
支
配
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
を
含
む
人

権
の
尊
重
の
諸
価
値
を
基
礎
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
諸
価
値
は
多
元
主
義
、
無
差
別
、
寛
容
、
構
成
、
団
結
、
男
女
平
等
が
普
及
し
た
ひ
と

つ
の
社
会
に
生
き
る
加
盟
国
に
共
通
し
て
い
る
。

第
四
九
条
（
旧
第
四
九
条
）
第
二
条
に
定
め
ら
れ
た
価
値
を
尊
重
し
、
促
進
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
い
か
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
家
も
、

連
合
の
加
盟
国
と
な
る
た
め
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
欧
州
議
会
な
ら
び
に
加
盟
国
議
会
は
こ
の
申
請
を
通
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
当
該
国
家
は
申
請
を
理
事
会
に
対
し
て
行
わ
け
れ
ば
な
ら
ず
、
理
事
会
は
欧
州
委
員
会
と
の
協
議
と
、
構
成
メ
ン
バ
ー
の
絶
対

多
数
決
に
よ
る
欧
州
議
会
の
同
意
を
経
た
の
ち
、
全
会
一
致
で
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
欧
州
理
事
会
に
よ
っ
て
合
意
さ
れ
た
適
格

性
の
諸
条
件
は
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

加
盟
の
諸
条
件
と
、
加
盟
に
伴
う
連
合
が
拠
っ
て
立
つ
諸
条
約
へ
の
適
応
は
、
加
盟
国
と
加
盟
候
補
国
の
間
の
協
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

る
。
こ
の
協
定
は
そ
れ
ぞ
れ
の
憲
法
上
の
要
請
に
基
づ
き
、
す
べ
て
の
締
約
国
の
批
准
に
付
託
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
出
典
‥

http://
e
u
r
le
x.
e
u
ro

p
a.
e
u/
L
e
x
U
riS

erv/
L
e
x
U
riS

erv.
d
o?

u
ri

O
J:
C:2
0
1
0:08

3:0
01
3:0

0
46:

E
N:

P
D
F

）。

（
3
）

E
Uの
拡
大
ア
ジ
ェ
ン
ダ
の
中
心
と
し
て
の
市
民
社
会

（E
u
ro

p
e
a
n
C
o
m
m
issio

n,
S
P
E
E
C
H/0
8/2

01

）。
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（
4
）

二
〇
〇
四
年
と
二
〇
〇
六
年
の
拡
大
を
全
く
異
な
る
ふ
た
つ
の
拡
大
と
見
る
研
究
者
も
い
る
が
（
た
と
え
ばK

oc
h
e
n
v200

7:
8

）、

本
稿
で
は
欧
州
委
員
会
の
解
釈
に
し
た
が
っ
て
、

第
五
次
拡
大

と
し
て
扱
う
。

（
5
）

E
Uと
い
う
名
称
は
、
一
九
九
三
年
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
発
効
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
正
確
に
は
時
代
に
よ
っ
て

E
C
S
C、

E
E
C、

E
Cの
名
称
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上

E
Uを
用
い
て
い
る
。

（
6
）

ア
キ
・
コ
ミ
ュ
ノ
テ
ー
ル
と
は
、

E
U内
で
す
べ
て
の
加
盟
国
を
拘
束
す
る
共
通
の
権
利
お
よ
び
義
務
の
総
体
を
言
う
。
そ
の
範
囲

は
絶
え
ず
進
展
し
、
そ
れ
か
ら
の
後
退
は
許
さ
れ
な
い
。
厳
密
な
意
味
で
の

E
U法
だ
け
で
な
く
、
共
通
外
交
・
安
全
保
障
政
策
（

C
F

S
P）
お
よ
び
警
察
・
刑
事
司
法
協
力
（

P
J
C
C）
の
下
で
採
択
さ
れ
た
行
為
、
基
本
条
約
に
定
め
ら
れ
た
共
通
目
的
等
も
含
ま
れ
る

（
庄
司
‥
九
九
頁
）。

（
7
）

こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、K

ard
or

a
n
d
Iv
a
n
v
ejv

o
d
a1
9
9
7

の
五
九
頁
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
8
）

本
稿
の
分
析
で
用
い
た
各
加
盟
申
請
国
に
つ
い
て
の
欧
州
委
員
会
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
、
戦
略
ペ
ー
パ
ー
、
定
例
報
告
は
、
す
べ
て
以
下

の
欧
州
委
員
会
拡
大
総
局
の
サ
イ
ト
か
ら
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
。http://

ec.
E
u
ro

p
a.
E
U/
e
nlar

g
e
m
e
nt/

press
cor

n
er/

k
e
y

d
oc

u
m
e
nts/

in
d
e
x

arc
hiv

e
e
n.
ht

m

（
二
〇
一
〇
年
八
月
二
六
日
ア
ク
セ
ス
）。
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C
a
m
brid

g
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P
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明
田
ゆ
か
り
（
二
〇
〇
九
）

E
Uに
お
け
る
市
民
社
会
概
念
と
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
交
差

田
中
俊
郎
・
庄
司
克
宏
・
浅
見
政
江
編

E
U

の
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
と
政
策
形
成

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
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小
川
有
美
（
二
〇
〇
三
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
と
政
治
的
正
統
性
の
行
方
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本
比
較
政
治
学
会
編

E
Uの
な
か
の
国
民
国
家
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│
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
変
容

早
稲
田
大
学
出
版
部
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川
原
彰
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二
〇
〇
五
）

現
代
比
較
政
治
論

中
央
大
学
出
版
部
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川
原
彰
（
一
九
九
三
）

東
中
欧
の
民
主
化
の
構
造
│
│
一
九
八
九
年
革
命
と
比
較
政
治
研
究
の
新
展
開

有
信
堂
高
文
社
。

中
田
瑞
穂
（
二
〇
〇
三
）

中
・
東
欧
に
お
け
る

民
主
化

と

E
U
化

│
│
チ
ェ
コ
共
和
国
を
一
例
に

日
本
比
較
政
治
学
会
編

E
Uの
な
か
の
国
民
国
家
│
│
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
変
容

早
稲
田
大
学
出
版
部
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場
久
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〇
〇
四
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│
│
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〇
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テ
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主
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学
会

編

E
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な
か
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民
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│
│
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稲
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大
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出
版
部
。

東
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〇
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司
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A
著
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・
武
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摩
利
他
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九
九
五
）

民
主
主
義
の
天
使

同
文
館
。
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